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近
松
秋
江
『
黒
髪
』
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
戦
略

―
「
作
家
と
し
て
の
危
機
」
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
秋
江
が
利
用
し
た
も
の
―
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． 

は
じ
め
に

　

近
松
秋
江
『
黒
髪
』（
新
潮
社
、
一
九
二
四
・
七
）
は
、「
黒
髪
」（『
改
造
』、
一
九
二
二
・
一
）、「
狂
乱
」（『
改
造
』、
一
九
二
二
・
四
）、「
霜

凍
る
宵
」（『
新
小
説
』、
一
九
二
二
・
五
）、「
霜
凍
る
宵
続
篇
」（『
新
小
説
』
一
九
二
二
・
七
）
を
、
一
つ
に
ま
と
め
た
作
品
で
あ
る
。
大
岡
昇

平
は
『
黒
髪
』
に
つ
い
て
、「
愚
人
の
執
著
を
書
く
と
称
す
る
秋
江
の
小
説
は
、
そ
の
煮
え
切
ら
な
い
詠
嘆
に
も
拘
わ
ら
ず
、
底
に
一
種
の
男
ら

し
い
意
志
を
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
の
情
痴
小
説
の
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
独
自
な
力
で
あ
り
、
結
局
読
者
を
引
摺
っ
て
そ
の
平
凡
な
愚
行
の

隅
々
ま
で
、
大
冒
険
小
説
を
読
む
様
な
期
待
と
興
味
を
も
っ
て
読
ま
せ
る
の
で
あ
る
」
（
１
）

と
評
す
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
愚
痴
を
、「
煮
え
切
ら
な
い

詠
嘆
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
中
に
「
一
種
の
男
ら
し
い
意
志
を
蔵
し
て
い
る
」
点
を
大
岡
は
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
平
凡
な
愚
行
」
を

「
隅
々
」
ま
で
「
男
ら
し
」
く
語
る
そ
の
姿
勢
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
指
摘
は
、
ほ
か
の
評
者
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

宇
野
浩
二
は
「
秋
江
の
小
説
の
主
人
公
は
、
情
痴
と
愛
欲
の
た
め
に
は
、
見
え
は
も
と
よ
り
、
あ
る
だ
け
の
金
を
つ
か
ひ
は
た
し
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
投
げ
出
し
て
も
、す
こ
し
も
悔
い
な
い
ほ
ど
、一
途
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
（
２
）

と
述
べ
、澁
川
驍
は
、「
こ
の
愚
な
人
間
の
心
の
ひ
た
む
き
さ
が
、

か
え
つ
て
醜
さ
を
こ
え
、
精
神
的
な
美
を
滲
ま
せ
、
そ
れ
が
、
こ
の
作
品
を
引
き
た
て
て
い
る
の
に
違
い
な
い
」
（
３
）

と
述
べ
る
。
両
者
が
、「
私
」
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の
姿
に
見
出
し
た
「
一
途
」
さ
や
「
ひ
た
む
き
さ
」
は
、「
私
」
の
姿
に
「
男
ら
し
」
さ
を
見
る
大
岡
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
愚

痴
を
語
る
「
私
」
の
姿
に
、「
男
ら
し
い
」「
一
途
」
さ
や
「
ひ
た
む
き
さ
」
を
見
出
す
評
者
は
、『
黒
髪
』
発
表
時
か
ら
存
在
し
た
。
加
藤
武
雄
は
、

一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
七
月
十
一
日
の
『
報
知
新
聞
』
に
お
い
て
、「
霜
凍
る
宵
続
篇
」
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

こ
の
、「
女
」
に
眼
の
無
さ
加
減
を
、
の
ろ
い

0

0

0

と
か
お
人
よ
し
と
か
い
ふ
言
葉
で
片
づ
け
て
了
ふ
の
は
、
作
者
に
対
し
て
同
情
の
あ
る
見
方

で
は
無
い
。
作
者
は
、夢
を
築
く
人
で
あ
る
。
曠
野
に
花
を
求
め
る
人
で
あ
る
。
幾
度
も
裏
切
ら
れ
、幾
度
も
欺
か
れ
な
が
ら
容
易
に
「
女
」

に
対
す
る
信
頼
と
愛
と
を
捨
て
ま
い
と
す
る
と
こ
ろ
―
そ
こ
に
「
私
」
の
不
聡
明
を
指
摘
す
る
前
に
、
吾
等
は
先
づ
、「
私
」
の
夢
を
護
ら

う
と
す
る
努
力
を
見
、
こ
の
荒
涼
た
る
人
生
に
、
一
点
の
紅
を
採
ら
う
と
す
る
苦
心
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
作
者
は
、
耽
溺
家
で

あ
る
。
同
時
に
、
一
種
の
夢
想
家
で
あ
る
。
（
４
）（

傍
点
は
原
文
の
マ
マ
）

　

加
藤
も
ま
た
、「「
私
」
の
夢
を
護
ら
う
と
す
る
努
力
」
や
「
一
点
の
紅
を
採
ら
う
と
す
る
苦
心
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
、「
私
」
の
姿
に
「
努

力
」
や
「
苦
心
」
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
竹
内
順
三
郎
は
、「
情
話
と
し
て
見
て
は
ま
だ
潤
ひ
が
足
り
な
い
。
読
者
を
作
中
に
引
き
入
れ
る

程
の
魅
力
を
持
つ
て
ゐ
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、「
作
者
は
一
生
懸
命
に
自
分
の
情
事
を
独
り
で
話
し
て
ゐ
る
と
云
つ
た
や
う
な
感
じ
だ
。
そ
れ

が
余
り
真
面
目
に
訴
え
る
や
う
に
話
す
の
で
最
初
は
他
事
の
や
う
に
聞
い
て
ゐ
る
が
真
面
目
に
惹
か
さ
れ
て
多
少
気
の
毒
な
感
じ
が
す
る
」
（
５
）

と
、

「
自
分
の
情
事
」
を
話
す
作
者
の
姿
に
「
真
面
目
」
さ
を
見
出
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
評
者
た
ち
の
間
に
お
い
て
、
愚
行
を
語
る
「
私
」
の

姿
に
「
男
ら
し
い
」「
一
途
」
さ
や
「
真
面
目
」
さ
が
現
れ
る
点
が
『
黒
髪
』
の
魅
力
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
共
有
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
加
藤
、
竹
内
の
言
葉
か
ら
は
、
作
中
の
「
私
」
と
秋
江
を
同
一
視
す
る
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
。

　
「
私
」
の
「
一
途
」
さ
を
描
い
た
『
黒
髪
』
は
、
秋
江
の
代
表
作
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
発
表
時
、
秋
江
に
は
「
作
家
と
し
て
の
危

機
」（
６
）が
訪
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
か
ら
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
か
け
て
、
人
格
主
義
的
な
言
説
が
文
壇
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内
に
浸
透
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る（
７
）。

山
本
芳
明
は
、
人
格
主
義
的
な
言
説
が
浸
透
し
た
こ
と
に
よ
り
「
本
来
、
情
報
の
回
路
と
し
て
は
断
絶
し

て
い
る
は
ず
の
〈
作
品
〉
と
作
家
の
〈
人
格
〉、〈
生
活
〉
の
間
に
往
還
可
能
な
通
路
が
想
定
さ
れ
」
る
よ
う
に
な
っ
た（
８
）と
指
摘
す
る
。
ま
た
、

谷
彰
は
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
の
な
か
「
作
家
評
価
に
も
劇
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
、
志
賀
直
哉
が
理
想
的
な
作
家
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
一
方
で
、

正
宗
白
鳥
や
近
松
秋
江
な
ど
に
は
、
そ
の
作
品
か
ら
窺
え
る
〈
生
活
態
度
〉
や
〈
人
格
〉
の
不
真
面
目
さ
ゆ
え
、
大
変
な
批
判
が
浴
び
せ
か
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
９
）

と
指
摘
す
る
。
不
真
面
目
な
〈
人
格
〉
を
有
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
秋
江
が
発
表
し
た
『
黒
髪
』
に
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
た
。『
黒
髪
』
批
判
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
も
の
に
、岡
栄
一
郎
「
小
説
「
狂
乱
」
私
議
」（『
読

売
新
聞
』
一
九
二
二
・
三
・
三
十
、
朝
刊
）
が
あ
る
。
岡
は
、「
黒
髪
」、「
狂
乱
」
の
欠
点
と
し
て
、「
主
人
公
が
全
然
反
省
を
欠
く
性
格
」
で

あ
る
こ
と
と
、「
客
観
的
態
度
、
創
作
的
態
度
」
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る）
（1
（

。
こ
れ
に
対
し
秋
江
は
こ
の
二
日
後
、
同
紙
上
で
反
論）

（（
（

を

行
う
。
秋
江
の
反
論
は
三
日
間
続
き
、
そ
の
中
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
の
は
、『
黒
髪
』
が
「
実
録
」
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

・
あ
れ
は
創
作
と
い
う
よ
り
も
小
生
の
痴
情
の
実
録
で
す
。

・
実
は
、
前
申
し
た
通
り
、
自
分
の
実
録
な
ど
、
生
涯
再
び
書
き
た
く
な
か
つ
た
の
で
。

・
然
る
に
今
回
の
事
は
、
そ
の
近
年
の
堅
い
心
掛
け
を
又
も
や
破
つ
て
、
十
余
年
前
と
同
じ
真
実
の
『
私
は
』
を
遣
つ
た
訳
で
幹
彦
式
に
は

薬
に
し
た
く
も
な
く
、
秋
声
式
も
全
然
混
つ
て
ゐ
な
い
。
両
氏
の
作
風
に
は
、
こ
ん
な
『
狂
乱
』
な
ど
の
如
く
自
分
の
直
接
経
験
を
、
生

地
の
ま
ま
暴
露
す
る
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
処
は
微
塵
も
な
い
。

�

（
全
て
近
松
秋
江
「「
狂
乱
」
楽
屋
話
（
上
）」（『
読
売
新
聞
』
一
九
二
二
・
四
・
一
、
朝
刊
）
よ
り
引
用
し
た
）

記
事
タ
イ
ト
ル
に
「
楽
屋）
（1
（

」
と
い
う
語
を
冠
し
、
本
文
中
で
繰
り
返
し
「
実
録
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、『
黒
髪
』
は
秋
江
の
実

体
験
を
綴
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
ゆ
く
。
不
真
面
目
な
〈
人
格
〉
と
見
な
さ
れ
て
い
る
自
分
自
身
の
「
実
録
」
を
書
い
た
作
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品
が
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
少
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
な
ぜ
、
秋
江
は
自
ら
の
「
実
録
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

秋
江
は
『
黒
髪
』
に
は
自
身
の
「
実
録
」
を
描
い
た
と
述
べ
る
一
方
で
、「
実
録
」
物
か
ら
離
れ
た
い
と
い
う
発
言
も
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
今

年
は
何
を
書
く
か
「
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
」
の
や
う
な
も
の
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
二
一
・
一
・
十
八
、
朝
刊
）
で
は
、「
形
か
ら
申
せ
ば
、
短

い
物
よ
り
も
長
い
物
が
書
き
た
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
し
て
長
短
に
干
ら
ず
、
自
伝
的
の
観
照
の
態
度
―
六
ヶ
敷
く
い
へ
ば
、
さ
う
だ
が
、

こ
れ
を
平
た
く
い
へ
ば
「
私
は
小
説
」
の
境
地
か
ら
ず
つ
と
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
つ
て
ゐ
る
の
が
最
も
主
な
る
点
で
す）
（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

「「
私
は
小
説
」
の
境
地
か
ら
ず
つ
と
離
れ
な
け
ら
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
る
一
方
で
、「
実
録
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
『
黒
髪
』
を
発
表
し
た

秋
江
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
作
者
と
作
品
と
を
連
続
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
人
格
主
義
的
な
風
潮
は
、
こ
の
時
期
に
初
め
て
誕
生
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
風
潮
は
、
す
で
に
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
前
後
に
は
誕
生
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
山
昭
彦
は
、
一
九
〇
七
（
明

治
四
十
）
年
前
後
、
新
聞
短
信
欄
に
掲
載
さ
れ
る
作
家
の
情
報
が
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
が
作
品
読
解
に
も
影
響
を

与
え
て
い
た
と
述
べ
、「
モ
デ
ル
問
題
と
と
も
に
、
新
聞
に
作
家
の
私
生
活
や
人
物
に
言
及
す
る
批
評
や
随
筆
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
は
既
に
述

べ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
と
り
わ
け
徳
田
（
近
松
）
秋
江
の
『
文
壇
無
駄
話
』
の
よ
う
に
、（
中
略
）
人
ử
〝
作
家
の
肖
像
〟
に
関
す
る
情
報
を
披

露
し
た
上
で
、
お
も
む
ろ
に
作
品
評
に
及
ぶ
と
い
っ
た
批
評
の
在
り
方
を
生
ん
で
ゆ
く）
（1
（

」
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
秋
江
は
人
格
主
義
的
な
風

潮
が
明
治
後
期
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
風
潮
に
沿
っ
た
批
評
を
自
身
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
山
口
直
孝
は
、
秋
江
が
人
格
主
義
批
評
を
黙
殺
で
き
ず
に
い
る
原
因
を
「
自
ら
の
批
評
と
の
類
似
性
を
見
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の

で
な
い
か
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
秋
江
の
評
論
は
、常
に
文
壇
の
動
向
に
密
着
し
た
具
体
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、見
か
け
は
対
極
的
な
、

観
念
色
の
強
い
批
評
も
、
作
者
と
作
品
と
を
連
続
に
と
ら
え
る
点
に
お
い
て
は
、
秋
江
の
発
想
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
主
観
的
な
芸
術
を
主
張

す
る
共
通
性
が
若
い
世
代
の
秋
江
へ
の
非
難
を
激
化
さ
せ
、
か
つ
秋
江
が
そ
れ
に
対
し
て
無
関
心
な
態
度
を
取
れ
な
か
っ
た
事
情
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る）
（1
（

」
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、「
私
は
小
説
」
や
「
実
録
」
か
ら
離
れ
た
い
と
発
言
し
な
が
ら
も
、「
作
者
と
作
品
」
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が
「
連
続
」
し
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
回
避
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
秋
江
は
十
分
認
識
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

山
本
は
、
人
格
主
義
が
尊
ば
れ
る
な
か
、
多
く
の
作
家
が
、〈
作
品
〉
の
評
価
を
高
め
る
た
め
自
ら
の
〈
生
活
〉
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
強
迫
観
念
に
取
り
憑
か
れ
つ
つ
あ
っ
た）
（1
（

と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
作
家
の
〈
人
格
〉
決
定
権
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
た）
（1
（

た
め
、
作
家
が

ど
れ
だ
け
努
力
し
て
も
〈
人
格
〉
を
自
ら
変
更
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
状
況
に
あ
っ
た
。

　
「
作
者
と
作
品
と
を
連
続
」
し
た
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
、
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
は
読
み
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
、
秋
江
は
熟

知
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
真
面
目
な
〈
人
格
〉
と
い
う
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
読
み
手
に
浸
透
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
そ

れ
を
払
拭
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
も
当
然
認
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
秋
江
は
、
読
み
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
不
真
面
目
な
〈
人
格
〉

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
徹
底
的
に
利
用
し
て
『
黒
髪
』
の
価
値
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「「
狂
乱
」
楽
屋
話
」
の
な
か
で

繰
り
返
し
『
黒
髪
』
は
「
実
録
」
で
あ
る
と
発
言
し
た
の
だ
。
で
は
、
読
み
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、『
黒
髪
』

の
価
値
は
ど
の
よ
う
に
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、「
私
」
が
書
い
た
「
手
紙
」
に
注
目
し
な
が
ら
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
き
た
い
。二

．
伝
わ
ら
な
い
「
私
」
の
「
真ま
ご
ゝ
ろ情
」

　

石
割
透
は
、「〈
京
の
女
〉
の
み
な
ら
ず
、
京
の
町
の
衆
、
京
の
町
の
家
屋
構
造
全
体
に
拒
ま
れ
た
〈
私
〉
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
京
都
に
対
す
る
愛
着
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
そ
れ
に
対
す
る
憎
悪
も
、
ま
た
増
幅
す
る
」）
（1
（

と
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
「
私
」

は
女
だ
け
で
は
な
く
、
京
都
で
出
会
う
す
べ
て
の
人
物
か
ら
「
拒
ま
れ
」
る
。「
私
」
を
拒
絶
す
る
の
は
、
女
と
そ
の
母
親
、
女
の
抱
え
主
（
女

主
人
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、「
私
」
が
書
い
た
「
手
紙
」
で
あ
る
。「
私
」
は
何
度
も
「
手
紙
」
を
書
く
が
、
書
け
ば
書
く
ほ

ど
女
た
ち
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
女
を
脅
迫
す
る
よ
う
な
「
手
紙
」
を
送
る
こ
と
で
、
女
だ
け
で
は
な
く
、
母
親
か
ら
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も
疎
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。「
私
」
は
、「
自
分
は
何
処
ま
で
も
人
情
づ
く
で
、
真
実
母
子
二
人
の
者
の
身
を
哀
れ
に
思
つ
た
の
で
あ

つ
た
。
そ
し
て
、
哀
れ
に
思
へ
ば
こ
そ
一
人
愛
し
ん
で
長
い
間
盡
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
」（
十
三
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
女
の
母
親
の
身
を
も
、

「
哀
れ
」
に
思
い
、「
愛
し
ん
で
長
い
間
盡
し
て
ゐ
」
る
。
母
親
は
『
黒
髪
』
冒
頭
で
は
、
女
と
「
私
」
の
間
に
入
り
喧
嘩
の
仲
裁
を
す
る
な
ど

親
切
な
対
応
を
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
を
境
に
態
度
が
豹
変
す
る
。
態
度
を
変
え
た
母
親
に
対
し
「
私
」
は
、「
何
故
自
分
の
こ
の
胸
の
内
が
母

親
に
は
分
ら
ぬ
の
で
あ
ら
う
。
自
分
一
人
で
来
て
打
融
け
た
談
合
を
し
よ
う
と
せ
ず
に
、
訊
く
ま
で
も
な
く
も
う
底
意
は
明
か
に
見
え
て
ゐ
る
。

そ
の
母
親
の
心
が
、
も
う
す
つ
か
り
私
と
絶
縁
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
惨
め
に
私
の
胸
に
打
撃
を
与
へ
た
」（
十
三
）
と
、「
母
親
の
心
が

も
う
す
つ
か
り
私
と
絶
縁
し
て
ゐ
る
」
こ
と
に
「
打
撃
」
を
受
け
る
。
し
か
し
、
母
親
が
「
私
」
と
「
絶
縁
」
す
る
原
因
と
な
っ
た
も
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
「
私
」
自
身
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
「
手
紙
」
な
の
で
あ
る
。

　
「
生
命
の
綱
と
も
杖
と
も
柱
と
も
頼
ん
で
ゐ
た
弟
に
死
な
れ
て
か
ら
は
本
当
の
母
ひ
と
り
娘
ひ
と
り
の
た
よ
り
な
い
境
遇
」（
五
）
に
あ
る
女

と
母
親
の
生
活
は
、
娘
で
あ
る
女
の
稼
ぎ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
親
を
養
は
ん
な
ら
ん
肝
心
の
娘
」
は
「
病
気
も
病
気
も
そ
ん
な
病

気
に
な
つ
て
し
ま
う
て
何
う
為
様
も
な
」（
二
十
二
）
ら
な
い
状
態
に
陥
り
、
勤
め
を
辞
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
。

こ
の
「
哀
れ
」
な
状
況
を
生
み
出
し
た
原
因
は
、「
私
」
が
、「
随
分
思
ひ
切
つ
た
神
経
質
な
激
し
い
こ
と
を
書
い
て
怨
ん
だ
り
脅
か
し
た
り
す

る
や
う
な
こ
と
を
」
綴
っ
た
「
手
紙
」（
二
十
二
）
を
執
拗
に
送
り
付
け
た
こ
と
に
あ
る
。
母
子
二
人
の
生
活
を
脅
か
す
原
因
を
作
り
出
し
た
か

ら
こ
そ
、「
私
」
は
母
親
か
ら
「
絶
縁
」
さ
れ
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、「
私
」
は
女
や
母
親
か
ら
「
絶
縁
」
さ
れ
る
た
め
に
「
手
紙
」
を
送
る
わ

け
で
は
な
い
。「
女
の
境
遇
の
解
放
」、「
身
の
解
決
」（
四
）
を
心
配
し
、母
親
が
「
ど
う
し
て
居
ら
れ
る
か
私
、始
終
心
に
は
掛
つ
て
ゐ
た
」（
五
）

か
ら
こ
そ
、「
手
紙
」
を
送
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、「
私
」
が
繰
り
返
し
女
へ
送
る
「
手
紙
」
は
、「
私
」
の
意
図
に
反
し
て
女
と
母
親
を
「
私
」

の
も
と
か
ら
遠
ざ
け
る
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
私
」
は
母
親
だ
け
で
な
く
、
女
主
人
か
ら
も
「
拒
ま
れ
」
る
が
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
は
、
や
は
り
「
私
」
が
女
に
宛
て
た
「
手
紙
」

で
あ
っ
た
。
物
語
の
終
末
、「
私
」
は
女
が
勤
務
し
て
い
た
店
の
女
主
人
を
訪
れ
「
自
分
が
遠
か
ら
女
の
借
金
を
払
つ
て
商
売
の
足
を
洗
は
す
つ
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も
り
で
あ
つ
た
」
こ
と
を
、「
い
く
ら
冷
淡
と
薄
情
と
を
信
条
と
し
て
多
勢
の
抱
妓
に
采
配
を
揮
つ
て
ゐ
る
此
家
の
女
主
人
に
し
て
も
物
の
入
訳

は
又
人
一
倍
解
る
筈
だ
と
思
」
い
、「
専
ら
女
主
人
の
同
情
に
訴
へ
る
つ
も
り
で
肺
腑
の
底
か
ら
出
る
熱
い
息
と
一
緒
に
託
ち
顔
に
さ
う
云
つ
た
」

（
二
十
二
）。
し
か
し
、女
主
人
は
「
冷
嘲
す
る
や
う
な
笑
ひ
」（
二
十
二
）
を
浮
か
べ
な
が
ら
返
事
を
す
る
。「
同
情
に
訴
へ
る
」
よ
う
に
話
す
「
私
」

を
、
な
ぜ
女
主
人
は
「
冷
嘲
」
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
私
」
が
女
主
人
の
「
迷
惑
」（
二
十
三
）
に
な
る
行
為
を
し
た
か
ら
だ
。「
私
」

が
初
め
て
女
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
女
か
ら
「
急
に
体
の
始
末
に
就
い
て
相
談
を
仕
掛
け
て
来
た
」
が
、「
私
」
は
「
思
ふ
だ
け
の
金
は
出

来
な
か
つ
た
」
た
め
、「
そ
の
場
合
に
処
す
べ
き
非
常
手
段
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
べ
き
こ
と
を
細
か
に
書
中
し
て
や
つ
た
」（
二
十
三
）
の
だ
が
、

こ
れ
が
、
女
主
人
に
と
っ
て
は
「
迷
惑
」
な
行
為
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
「
私
」
は
、
女
主
人
の
怨
み
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
私
の
と
こ
で
も
そ
ん
な
こ
と
で
お
園
さ
ん
（
女
―
引
用
者
注
）
に
あ
の
時
廃
め
ら
れ
で
も
す
る
と
困
る
さ
か
い
…
…
そ
れ
ま
で
は
私
も

あ
ん
た
は
ん
と
い
ふ
人
が
あ
つ
て
お
園
さ
ん
を
深
切
に
い
う
て
お
く
れ
や
す
い
ふ
こ
と
は
蔭
な
が
ら
よ
う
知
つ
て
ゐ
ま
し
て
、
あ
ん
た
は

ん
の
処
へ
行
く
の
で
も
な
る
た
け
他
を
断
つ
て
も
そ
こ
を
都
合
よ
う
し
て
お
園
さ
ん
を
上
げ
る
や
う
に
し
て
置
い
た
の
に
、
そ
う
し
て
そ

ん
な
私
の
と
こ
の
迷
惑
に
な
る
や
う
な
こ
と
を
お
し
や
す
や
ろ
思
う
て
…
…
こ
ん
な
こ
と
い
う
て
は
え
ら
い
済
ま
ん
こ
と
ゞ
す
け
れ
ど
、

そ
ん
な
手
紙
を
見
て
か
ら
後
あ
ん
た
は
ん
の
事
を
怨
ん
で
ゐ
ま
し
た
。」（
二
十
三
）

「
な
る
た
け
他
を
断
つ
て
」「
あ
ん
た
は
ん
の
処
へ
行
く
」
よ
う
取
り
計
ら
っ
て
い
た
女
主
人
に
対
し
、「
非
常
手
段
」
を
「
手
紙
」
に
認
め
女
に

教
え
る
「
私
」
の
行
為
は
、
た
し
か
に
「
迷
惑
」
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
大
岡
は
、
事
件
が
「
稍
ゝ
満
足
す
べ
き
結
果
」
を
迎
え
た
あ
と

に
挿
入
さ
れ
る
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、「
小
説
の
こ
の
部
分
は
無
論
精
彩
を
欠
い
て
い
て
、
蛇
足
で
あ
る
」）
（1
（

と
評
す
る
。
た
し
か
に
、「
好
い
時

節
の
来
る
ま
で
」（
二
十
一
）
待
て
ば
女
は
「
私
」
の
元
へ
来
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
二
十
章
で
『
黒
髪
』
を
終
わ
ら
せ
て
い
れ
ば
、「
私
」
が
「
稍
ゝ

満
足
す
べ
き
結
果
」
を
得
ら
れ
た
、
事
件
が
無
事
解
決
し
た
話
と
し
て
纏
め
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
秋
江
は
『
黒
髪
』
の
終
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末
部
分
に
「
私
」
と
女
主
人
と
の
や
り
と
り
を
挿
入
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

物
語
末
尾
に
こ
の
や
り
と
り
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
強
調
さ
れ
た
の
は
、「
私
」
の
「
憐
れ
」
さ
で
あ
る
。「
同
情
」
を
得
る
た
め
に
女

主
人
の
元
を
訪
れ
た
「
私
」
は
、「
同
情
」
を
得
ら
れ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、「
私
」
以
外
の
男
（
三
野
村
）
に
追
憶
を
馳
せ
る
女
主
人
を
目
の

あ
た
り
に
さ
せ
ら
れ
、「
私
は
そ
れ
よ
り
も
自
分
の
目
前
の
境
遇
の
方
が
遥
か
に
憐
れ
で
あ
つ
た
」（
二
十
三
）
と
自
ら
の
「
憐
れ
」
さ
を
嘆
く
。

こ
の
状
況
を
生
み
出
し
た
も
の
は
、「
私
」
が
書
い
た
「
手
紙
」
で
あ
る
。
自
ら
認
め
た
「
手
紙
」
に
徹
底
的
に
裏
切
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
こ
と

を
印
象
付
け
、「
私
」
の
「
憐
れ
」
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
女
主
人
と
の
や
り
と
り
は
物
語
末
尾
に
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
女
に
「
手
紙
」

を
出
さ
な
け
れ
ば
、
女
が
病
に
倒
れ
る
こ
と
は
無
く
、
母
親
か
ら
疎
ま
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
女
に
「
非
常
手
段
」
を
綴
っ
た
「
手
紙
」
を

出
さ
な
け
れ
ば
、
女
主
人
か
ら
疎
ま
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
元
凶
は
、「
私
」
が
書
い
た
「
手
紙
」
に
あ
っ
た
の
だ
。「
私
」
の

「
真ま
ご
ゝ
ろ情

」
は
女
や
母
親
、
女
主
人
に
は
伝
わ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
私
」
の
「
一
途
」
さ
や
、「
真
面
目
」

さ
は
読
み
手
に
は
伝
わ
っ
て
い
る
。「
私
」
の
「
真ま
ご
ゝ
ろ情
」
は
、
そ
れ
を
最
も
伝
え
た
い
相
手
―
女
や
母
親
、
女
主
人
―
に
届
く
こ
と
は
な
い
が
、

読
み
手
に
は
伝
わ
っ
た
。
こ
れ
は
、
読
み
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
秋
江
が
徹
底
的
に
利
用
し
た
こ
と
に
よ
り
成
功
し
た
の
だ

と
い
え
よ
う
。

前
者
（『
性
欲
の
触
手
』
―
引
用
者
注
）
と
同
じ
く
「
私イ
ヒ
ロ
オ
マ
ン

小
説
」
で
あ
る
近
松
秋
江
氏
の
『
狂
乱
』（
同
前
）（『
改
造
』
―
引
用
者
注
））
で

は
幾
度
か
聞
か
さ
れ
た
覚
え
の
あ
る
、
こ
の
作
者
と
京
の
色
町
の
或
女
と
の
関
係
を
事
新
し
く
聞
か
さ
れ
る
わ
け
な
の
で
『
ま
た
か
』
と

思
つ
て
、
ち
よ
つ
と
う
ん
ざ
り

0

0

0

0

す
る
け
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
、
そ
の
枯
れ
切
つ
て
而
も
情
味
を
失
は
な
い
筆
致
は
、
読
む
者
の
心
を
じ
わ

〳
〵
と
惹
き
込
ん
で
行
く）
11
（

。（
傍
点
は
原
文
の
マ
マ
）

中
村
星
湖
は
、「
狂
乱
」
を
、「
幾
度
か
聞
か
さ
れ
た
覚
え
の
あ
る
」
も
の
だ
と
述
べ
る
。
竹
内
順
三
郎
も
ま
た
、「
近
松
秋
江
氏
の
「
狂
乱
」
は
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秋
江
氏
の
型
に
嵌
つ
た
も
の
で
何
の
味
も
な
い）
1（
（

」と
述
べ
る
。「
幾
度
か
聞
か
さ
れ
た
」、「
秋
江
氏
の
型
に
嵌
つ
た
も
の
」を
執
拗
に
描
く
こ
と
で
、

「
私
」
の
「
真ま
ご
ゝ
ろ情
」
は
真
実
ら
し
さ
を
増
し
読
み
手
へ
届
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
私
」
の
「
真ま
ご
ゝ
ろ情
」
は
本
当
に
真
剣
な
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

三
．「
真ま
ご
ゝ
ろ情
」
の
内
実

　
「
私
」
が
女
に
深
く
惚
れ
こ
ん
で
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、こ
れ
ま
で
疑
い
を
差
し
は
さ
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、「
私
」
は
「
た

と
ひ
如
何
な
る
深
い
男
が
あ
つ
て
も
自
分
の
此
の
真ま
ご
ゝ
ろ情

に
勝
る
真
情
を
女
に
捧
げ
て
ゐ
る
者
は
一
人
も
あ
り
は
せ
ぬ
」（
二
十
二
）
な
ど
、
繰
り

返
し
女
へ
の
「
真ま
ご
ゝ
ろ情

」
を
吐
露
す
る
。
し
か
し
、「
私
」
の
行
動
の
な
か
に
は
、
女
へ
の
「
真ま

ご
ゝ
ろ情

」
の
深
さ
を
疑
い
た
く
な
る
も
の
も
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、「
私
」
が
姿
を
消
し
た
女
を
探
す
た
め
京
都
の
山
奥
へ
と
向
か
う
場
面
で
あ
る

私
は
、
長
い
橋
の
上
に
立
つ
て
空
を
見
上
げ
な
が
ら
、「
こ
の
空
模
様
で
、
膝
を
没
す
る
泥
濘
道
で
は
、
と
て
も
覚
束
な
い
。」
と
、
又
思

案
を
し
た
が
、
と
も
か
く
橋
を
向
う
に
渡
つ
て
猶
ほ
歩
い
て
ゐ
る
と
、
そ
こ
へ
後
か
ら
が
ら
〳
〵
空
車
を
挽
い
た
若
い
男
が
や
つ
て
来
た
。

私
は
そ
の
男
に
声
を
掛
け
た
。

「
そ
の
荷
馬
車
は
何
処
ま
で
行
く
？
何
が
し
の
村
ま
で
い
か
ぬ
か
。」

と
訊
ね
る
と
、
そ
の
途
中
ま
で
帰
る
の
だ
と
い
ふ
。

「
君
、
そ
の
荷
馬
車
に
乗
せ
て
も
ら
へ
な
い
か
。」
と
頼
む
と
、

「
あ
ゝ
、
乗
つ
て
行
き
な
は
れ
。」
と
い
ひ
な
が
ら
、
彼
は
ず
ん
〳
〵
行
く
。

そ
れ
は
、
何
か
貨
物
を
運
搬
し
た
帰
り
と
思
は
れ
て
、
粗
雑
な
板
箱
の
中
は
汚
く
よ
ご
れ
て
ゐ
る
。
私
は
そ
れ
を
見
て
決
心
し
か
ね
て
、



― 72 ―

尚
ほ
後
か
ら
つ
い
て
ゆ
く
と
、
彼
は
暫
く
行
く
と
、
馬
を
停
め
て
置
い
て
、
道
傍
に
有
り
合
は
し
た
藁
塚
か
ら
藁
を
抜
き
取
つ
て
来
て
、

そ
れ
を
箱
の
中
に
敷
い
て
、

「
さ
あ
、
乗
ん
な
は
れ
。」
と
い
ふ
。

私
は
、
心
に
、
若
い
馬
子
の
深
切
を
謝
し
た
も
の
ゝ
、
さ
す
が
に
そ
の
荷
車
に
乗
り
兼
ね
た
。

（
中
略
）

「
い
や
、
も
う
、
止
さ
う
か
。」
と
、
若
い
馬
子
に
い
つ
て
、
私
は
到
頭
断
念
し
て
引
返
へ
し
た
。（
十
四
）

　
「
膝
を
没
す
る
泥
濘
道
」
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
た
「
私
」
は
、
通
り
が
か
り
の
「
若
い
男
」
が
引
く
「
荷
馬
車
」
へ
乗
せ
て
も
ら
お
う
と
す
る
。

し
か
し
、「
粗
雑
な
板
箱
の
中
は
汚
く
よ
ご
れ
て
ゐ
る
」
た
め
、
乗
車
を
躊
躇
す
る
。
そ
れ
を
見
た
「
若
い
男
」
は
、「
私
」
の
着
衣
が
汚
れ
な

い
よ
う
「
深
切
」
に
も
「
藁
」
を
敷
い
て
く
れ
る
が
、
や
は
り
「
私
」
は
「
そ
の
荷
馬
車
に
乗
り
兼
ね
」
る
。
そ
の
結
果
、
女
の
捜
索
を
「
到

頭
断
念
し
て
引
返
」
す
。「
私
」
は
、
自
ら
の
衣
服
や
身
体
が
汚
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
女
の
捜
索
を
断
念
す
る
の
で
あ
る
。
大
岡
は
、「
私
」

の
こ
の
行
動
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
引
返
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
い
い
。
行
き
ず
り
の
馬
子
の
姿
も
か
っ
ち
り
と
描
か
れ
て
い
る
し
、
女
は
そ
の
実
は
そ
の
山
の
奥
に

は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、あ
そ
こ
に
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
心
を
残
し
て
顧
み
る
秋
江
の
感
慨
は
「
山
又
山
が
重
畳
し
て
い
る
気
勢
で
あ
る
」

の
一
句
に
溢
れ
て
い
る
。
人
は
め
っ
た
こ
の
種
の
効
果
に
達
す
る
も
の
で
は
な
い
。）
11
（

　

大
岡
は
、「
あ
そ
こ
に
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
心
」
だ
け
を
残
し
て
い
く
「
私
」
の
姿
を
、「
人
は
め
っ
た
に
こ
の
種
の
効
果
に
達
す
る
も
の

で
は
な
い
」
と
、
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
岩
佐
壮
四
郎
も
「
こ
こ
が
「
自
分
の
牽
り
求
め
え
ら
れ
る
世
界
」
の
極
限
で
も
あ
る
こ
と
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を
「
私
」
が
自
覚
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
」）
11
（

と
「
私
」
の
行
動
を
肯
定
的
に
捉
え
る
。
だ
が
、「
私
」
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
こ
の
先

に
女
が
い
る
か
否
か
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
自
分
の
牽
り
求
め
え
ら
れ
る
世
界
」
の
「
極
限
」
で
あ
る
か
否
か
判
断
す
る
こ

と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。「
私
」
が
女
の
捜
索
を
断
念
し
た
の
は
、「
心
」
だ
け
を
そ
の
場
に
残
し
た
か
っ
た
か
ら
で
も
、「「
自
分
の
牽
り
求
め
え

ら
れ
る
世
界
」
の
極
限
で
も
あ
る
こ
と
を
「
私
」
が
自
覚
し
た
」
か
ら
で
も
な
く
、
自
ら
の
身
体
や
衣
服
が
汚
れ
る
こ
と
を
厭
っ
た
か
ら
な
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
面
か
ら
は
自
ら
の
身
体
や
衣
服
を
汚
し
て
ま
で
、
女
の
居
所
を
突
き
止
め
た
い
と
い
う
「
私
」
の
強
い
思
い

を
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
明
る
み
に
な
る
の
は
、「
私
」
の
「
真ま
ご
ゝ
ろ情

」
は
、「
私
」
が
主
張
す
る
ほ
ど
深
い
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。「
私
」
は
、「
こ
の
私
の
生
命
と
同
じ
い
女
」（
六
）、「
自
分
の
生
命
に
も
換
へ
難
い
女
」（
十
一
）
と
繰
り
返
し
、
女
へ
の

深
い
愛
情
を
口
に
す
る
が
、
実
際
は
女
の
た
め
に
衣
服
を
汚
す
こ
と
を
厭
う
、
底
の
浅
い
「
真ま
ご
ゝ
ろ情

」
し
か
持
た
な
い
男
な
の
だ
。
し
か
し
、「
私
」

の
本
性
は
明
る
み
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
読
み
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
念
頭
に
『
黒
髪
』
が
読
ま
れ
た
こ
と
に
起
因

す
る
。
中
村
が
「
幾
度
か
聞
か
さ
れ
た
覚
え
の
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
秋
江
作
品
に
登
場
す
る
男
は
、
常
に
惚
れ
た
女
に
騙
さ
れ
る
人

物
で
あ
り
、
騙
さ
れ
な
が
ら
も
女
へ
の
執
着
を
捨
て
き
れ
な
い
男
で
あ
る
。
秋
江
が
『
黒
髪
』
を
「
実
録
」
で
あ
る
と
強
調
し
、
こ
の
イ
メ
ー

ジ
を
強
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
私
」
の
「
真ま
ご
ゝ
ろ情

」
の
深
さ
が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
。

四
． 

お
わ
り
に

　
『
黒
髪
』
執
筆
時
、
秋
江
に
は
「
作
家
と
し
て
の
危
機
」
が
訪
れ
て
い
た
。
秋
江
を
「
危
機
」
に
陥
れ
た
も
の
は
、
読
み
手
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
イ
メ
ー
ジ
―
不
真
面
目
な
〈
人
格
〉
―
で
あ
っ
た
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
新
し
な
い
こ
と
に
は
、
作
品
が
評
価
さ
れ
る
可
能
性
は
少
な
く
、

し
た
が
っ
て
「
危
機
」
を
脱
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
が
、
読
み
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
作
家
本
人
が
変
更
で
き
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
、秋
江
は
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、イ
メ
ー
ジ
を
一
新
す
る
の
で
は
な
く
、イ
メ
ー
ジ
を
徹
底
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
「
危
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機
」
か
ら
脱
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。『
黒
髪
』
は
、「
幾
度
か
聞
か
さ
れ
た
」（
中
村
）、「
秋
江
氏
の
型
に
嵌
つ
た
も
の
」（
竹
内
）
と
評

さ
れ
な
が
ら
も
、そ
れ
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、そ
こ
に
「
努
力
」
や
「
苦
心
」（
加
藤
）、「
真
面
目
」
さ
（
竹
内
）
が
見
出
さ
れ
、「
一
途
」
さ
（
宇

野
）
や
「
ひ
た
む
き
さ
」（
澁
川
）、「
男
ら
し
」
さ
（
大
岡
）
に
ま
で
そ
の
価
値
を
高
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を

利
用
す
る
こ
と
で
、
女
や
母
親
、
女
主
人
か
ら
「
真ま
ご
ゝ
ろ情
」
を
理
解
さ
れ
ず
「
憐
れ
」
な
境
遇
に
い
た
「
私
」
の
思
い
を
愚
痴
と
し
て
晴
ら
す
こ

と
に
も
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
岡
は
「
女
の
冷
い
態
度
も
よ
く
描
け
て
い
て
、
彼
が
薦
め
る
食
物
を
食
べ
な
か
っ
た
り
、
執
拗
に

同
じ
返
事
を
繰
返
し
た
り
、
ま
た
打
っ
て
変
っ
て
笑
っ
て
彼
を
迎
え
た
り
す
る
、
相
手
を
な
め
切
っ
た
女
の
態
度
が
、
何
の
説
明
も
な
く
書
き

流
さ
れ
な
が
ら
、そ
の
底
に
あ
る
娼
婦
の
冷
た
さ
が
自
然
に
読
者
の
胸
に
伝
わ
っ
て
来
る
」
と
述
べ
る
。
大
岡
は
、「
私
」
の
行
為
を
「
男
ら
し
い
」

と
肯
定
的
に
評
価
す
る
が
、女
に
対
し
て
は
「
冷
い
態
度
」、「
相
手
を
な
め
切
っ
た
女
の
態
度
」
な
ど
否
定
的
な
評
価
を
下
す
の
で
あ
る）
11
（

。『
黒
髪
』

の
作
中
人
物
か
ら
は
冷
遇
さ
れ
る
「
私
」
で
あ
る
が
、
読
み
手
か
ら
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
、「
私
」
を
冷
遇
し
た
女
た

ち
は
、
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
物
語
内
の
人
物
評
価
と
物
語
外
の
人
物
評
価
と
が
逆
転
し
た
の
は
、
秋
江
が
読
み
手
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
巧
み
に
利
用
し
た
か
ら
こ
そ
成
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。こ
の
逆
転
現
象
は
別
の
個
所
に
も
み
ら
れ
る
。そ
れ
は
、「
私
」

が
女
の
捜
索
を
断
念
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、「
私
」
の
「
真ま
ご
ゝ
ろ情

」
が
そ
れ
ほ
ど
真
剣
な
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
し
か
し
、「
真ま
ご
ゝ
ろ情

」
の
内
実
が
読
み
手
に
露
顕
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
秋
江
が
読
み
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー

ジ
を
利
用
し
、
深
い
「
真ま
ご
ゝ
ろ情

」
を
持
つ
男
と
し
て
「
私
」
を
描
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
は
二
度
に
わ
た
り
『
黒
髪
』

に
序
文
を
寄
せ
、『
黒
髪
』
を
称
賛
し
て
い
る）
11
（

。
谷
崎
は
、『
黒
髪
』
で
秋
江
が
試
み
た
、
読
み
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
す

る
と
い
う
戦
略
に
共
感
を
覚
え
た
か
ら
こ
そ
、
本
作
を
称
賛
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。
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注
（
１
）�
大
岡
昇
平
「
近
松
秋
江　
『
黒
髪
』
論
」（『
大
岡
昇
平
全
集　

十
九
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
・
三
）。

（
２
）
宇
野
浩
二
「
近
松
秋
江
」（『
現
代
日
本
文
学
全
集
二
十
九　

岩
野
泡
鳴　

近
松
秋
江
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
・
十
一
）。

（
３
）
澁
川
驍
「
近
松
秋
江　

葛
西
善
蔵
入
門
」（
伊
藤
整
ほ
か
編
『
日
本
近
代
文
学
全
集
四
十
五　

近
松
秋
江
・
葛
西
善
蔵
集
』
講
談
社
、
一
九
八
〇
・

五
）。

（
４
）
加
藤
武
雄
「
七
月
の
文
壇
の
一
瞥
（
四
）」（『
文
藝
時
評
大
系　

大
正
篇
第
十
巻
大
正
十
一
年
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
六
・
十
）。

（
５
）竹
内
順
三
郎「
篩
に
懸
け
て（
九
）七
月
の
雑
誌
か
ら
―
新
小
説
―
」（『
文
藝
時
評
大
系　

大
正
篇
第
十
巻
大
正
十
一
年
』ゆ
ま
に
書
房
、二
〇
〇
六
・

十
）。

（
６
）
紅
野
謙
介
は
、『
黒
髪
』
は
、
作
家
と
し
て
の
危
機
に
あ
っ
た
秋
江
が
、
猪
瀬
イ
チ
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
治
療
に
よ
っ
て
ま
ず
肉
体
的
衰
弱
を
脱
し
、

イ
チ
と
の
新
た
な
恋
愛
の
途
上
に
あ
っ
て
、
危
機
を
克
服
す
る
上
で
従
来
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
私
小
説
的
手
法
を
再
び
全
開
に

し
た
作
品
な
の
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。（
紅
野
謙
介
「『
黒
髪
』
論
序
説
―
〈
潜
戸
〉
の
世
界
―
」（
紅
野
敏
郎
編
『
近
松
秋
江
研
究
』
学
習

研
究
社
、
一
九
八
〇
・
八
））。

（
７
）〈
人
格
主
義
〉
コ
ー
ド
が
作
品
解
釈
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
山
本
芳
明
「
大
正
六
年
―
文
壇
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
」（『
学
習
院
大

学
文
学
部
研
究
年
報
』第
四
十
一
輯
、一
九
九
五
・
三
）、大
野
亮
司「
神
話
の
生
成
―
志
賀
直
哉
・
大
正
五
年
前
後
」（『
日
本
近
代
文
学
』第
五
十
二
集
、

一
九
九
五
・
五
）
で
詳
細
な
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
山
本
芳
明
前
掲
論
文
。

（
９
）
谷
彰
「
宇
野
浩
二
の
批
評
性
―
大
正
中
期
の
言
説
状
況
と
「
蔵
の
中
」
―
」（『
国
文
学
攷
』
第
一
六
九
号
、
二
〇
〇
一
・
三
）。

（
10
）
岡
栄
一
郎
「
四
月
の
作
品　

小
説
「
狂
乱
」
私
議
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
二
二
・
三
・
三
十
、
朝
刊
、
七
頁
）。

（
11
）
近
松
秋
江
「「
狂
乱
」
楽
屋
話
（
上
）」（『
読
売
新
聞
』
一
九
二
二
・
四
・
一
、
朝
刊
、
七
頁
）。（
中
）、（
下
）
が
四
月
二
日
、
四
日
に
掲
載
さ
れ
、
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そ
こ
で
も
「
実
録
」
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
日
に
わ
た
り
『
黒
髪
』
が
「
実
録
」
で
あ
る
と
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

『
黒
髪
』
の
「
私
」
ử
秋
江
だ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）
宗
像
和
重
は
、「
私
小
説
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
頃
、「
楽
屋
落
的
な
」
と
い
う
形
容
が
し
ば
し
ば
時
評
に
現
れ
た

と
述
べ
て
い
る
（
宗
像
和
重
「
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
の
「
私
小
説
」
論
―
そ
の
発
端
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究

国
語
・
国
文
学
編
』（
第
三
十
二
巻
、
一
九
八
三
・
十
二
））。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
楽
屋
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
、
作
中
の
私
ử
作
者
が
作
品
の
内

実
を
明
か
す
と
い
う
印
象
を
読
み
手
に
与
え
る
役
割
を
担
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
ほ
か
に
も
、「
箱
根
か
ら
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
二
〇
・
十
・
十
一
、
十
二
、
十
三
、
十
四
、
朝
刊
、
七
頁
）
に
お
い
て
秋
江
は
、「
私
は
そ
の
「
私8

は
小
説

8

8

8

」
に
は
夙
に
飽
き
が
来
て
ゐ
る
」、「「
私
は
小
説

8

8

8

8

」
の
稚
境
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
全
身
の
努
力
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
、「
実
録
」
か
ら

遠
ざ
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
発
言
し
て
い
る
。

（
14
）
中
山
昭
彦
「〝
作
家
の
肖
像
〟
の
再
編
成
―
『
読
売
新
聞
』
を
中
心
と
す
る
文
芸
ゴ
シ
ッ
プ
欄
、
消
息
欄
の
役
割
―
」（『
季
刊
文
学
』
第
四
巻
第

二
号
、
一
九
九
三
・
春
）。
ま
た
、
明
治
後
期
か
ら
自
分
自
身
を
書
く
小
説
が
増
え
て
き
た
そ
の
背
景
に
つ
い
て
、
日
比
嘉
高
『〈
自
己
表
象
〉
の

文
学
史
―
自
分
を
書
く
小
説
の
登
場
―
【
私
小
説
研
究
文
献
目
録
増
補
版
】』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
八
・
十
一
）
で
は
詳
細
な
検
証
が
な
さ
れ
て

い
る
。
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
本
書
か
ら
も
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

（
15
）
山
口
直
孝
『「
私
」
を
語
る
小
説
の
誕
生
―
近
松
秋
江
・
志
賀
直
哉
の
出
発
期
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
一
・
三
）。

（
16
）
山
本
芳
明
前
掲
論
文
。

（
17
）
山
本
芳
明
は
、
人
格
主
義
的
な
風
潮
の
な
か
で
は
、「
他
者
の
判
定
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
自
己
の
証
し
と
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
山
本
芳

明
前
掲
論
文
）。
ま
た
、
大
野
亮
司
は
、「〈
人
格
〉
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
あ
る
作
家
の
作
品
あ
る
い
は
そ
の
作
家
の
実
人
生
に
関
わ
る
と
見
な

さ
れ
て
い
る
情
報
を
総
合
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
〈
イ
メ
ー
ジ
〉
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
最
終
的
に
は
読
者
が
手
も
ち
の
情
報

を
ど
う
解
釈
す
る
か
だ
け
に
か
か
っ
て
お
り
、
情
報
が
ど
れ
だ
け
真
実
を
伝
え
て
い
る
か
よ
り
も
、
情
報
の
〈
真
実
ら
し
さ
〉
の
方
が
重
要
な
意

味
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（
大
野
亮
司
前
掲
論
文
）。〈
真
実
〉
よ
り
も
、〈
真
実
ら
し
さ
〉
が
優
位
に
あ
る
な
か
で
、
ど
れ
だ
け

作
者
が
自
ら
の
〈
生
活
〉
を
磨
い
て
も
、
そ
れ
が
〈
作
品
〉
評
価
に
繋
が
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

（
18
）
石
割
透
「
近
松
秋
江
の
『
黒
髪
』」（『
文
学
年
誌
』
十
、
文
学
批
評
の
会
、
一
九
九
〇
・
十
二
）。
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（
19
）
大
岡
昇
平
前
掲
論
文
。

（
20
）
中
村
星
湖
「
読
ん
だ
ま
　ゝ

創
作
月
評
（
一
）（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
二
・
四
・
五
）」（
宗
像
和
重
編
『
文
藝
時
評
大
系
大
正
篇
第
十
巻
大

正
十
一
年
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
六
・
十
）。

（
21
）
竹
内
順
三
郎
「
黄
眠
囈
語
（
四
）
新
潮
（『
や
ま
と
新
聞
』（
一
九
二
二
・
四
・
十
六
）」（
宗
像
和
重
編
『
文
藝
時
評
大
系
大
正
篇
第
十
巻
大
正
十
一
年
』

（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
六
・
十
）。

（
22
）
大
岡
昇
平
前
掲
論
文
。

（
23
）
岩
佐
壮
四
郎
「『
黒
髪
』（
近
松
秋
江
）」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
二
巻
第
十
号
、
一
九
八
七
・
十
）。

（
24
）
大
岡
昇
平
前
掲
論
文
。
ま
た
、
村
松
定
孝
も
女
の
性
格
を
「
薄
情
」
と
述
べ
る
。（
村
松
定
孝
「
近
松
秋
江
『
黒
髪
』」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

第
三
十
五
巻
第
十
四
号
、
一
九
七
〇
・
十
二
）。
両
氏
だ
け
で
は
な
く
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
女
や
母
親
、
女
主
人
に
対
す
る
評
価
は
否
定
的

な
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。

（
25
）
近
松
秋
江
『
黒
髪
』（
新
潮
社
、
一
九
二
四
・
七
）、
近
松
秋
江
『
黒
髪
』（
創
元
社
、
一
九
五
〇
・
一
）
に
、
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。

〔
付
記
〕『
黒
髪
』
の
本
文
引
用
は
、
近
松
秋
江
『
名
著
復
刻
全
集
近
代
文
学
館　

黒
髪
』（
近
代
文
学
館
、
一
九
六
九
・
四
）
を
使
用
し
た
。
旧
漢
字
は
適
宜

改
め
、
旧
か
な
は
原
文
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。




